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　今
や
世
間
に
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る

「
お
ひ
と
り
さ
ま
」で
す
が
、み
な
さ
ん
は

経
験
あ
り
ま
す
か
？
そ
ん
な
経
験
な
い

わ
、と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

参
考
に
私
の
経
験
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

①
外
食
：
カ
フ
ェ・
ラ
ー
メ
ン
屋
・フ
ァ
ー
ス

ト
フ
ー
ド
店
等
は
同
士
が
多
い
の
で
気
軽

に
行
け
ま
す
。

②
映
画
館
：
ど
う
せ
周
り
は
暗
く
な
る
の

で
、他
人
は
気
に
な
り
ま
せ
ん
。

③
居
酒
屋
：
ゆ
っ
く
り
で
き
ま
す
が
、メ

ニュ
ー
が
数
人
で
分
け
る
こ
と
前
提
の
量

な
の
で
、い
ろ
ん
な
種
類
の
料
理
を
食
べ

ら
れ
な
い
の
が
欠
点
で
す
。

④
カ
ラ
オ
ケ
：
人
前
で
は
歌
い
た
く
な
い

け
ど
、大
声
だ
し
て
ス
ッ
キ
リ
し
た
い
と

き
に
最
適
で
す
。周
り
を
気
に
せ
ず
好
き

な
よ
う
に
歌
え
ま
す
。

⑤
旅
：
国
内
旅
行
し
か
経
験
が
な
い
で
す

が
、急
な
予
定
変
更
や
行
き
当
た
り
ば
っ

た
り
の
旅
を
楽
し
め
ま
す
。フ
リ
ー
き
っ

ぷ
の
利
用
が
お
す
す
め
で
す
。

⑥
美
術
館
：
自
分
の
ペ
ー
ス
で
ゆ
っ
く
り

作
品
が
観
ら
れ
ま
す
。好
き
な
作
品
を
ど

れ
だ
け
鑑
賞
し
て
い
よ
う
が
自
由
で
す
。

こ
こ
ま
で
お
ひ
と
り
さ
ま
に
つ
い
て
書
き

ま
し
た
が
、先
日
久
し
ぶ
り
に
大
学
時
代

の
友
人
と
遊
び
、友
達
と
過
ご
す
の
も

や
っ
ぱ
り
楽
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。自

宅
と
職
場
の
往
復
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち

な
日
々
で
す
が
、オ
ン
オ
フ
を
う
ま
く
切

り
替
え
、友
人
と
の
時
間
も
一
人
の
時
間

も
充
実
し
て
い
る
、そ
ん
な
毎
日
な
ら

き
っ
と
楽
し
い
。 （
酒
）

　年
に
一
度
ほ
ど
、沖
縄
に
行
く
。特
に
石

垣
島
を
中
心
と
し
た
八
重
山
諸
島
。こ
の

3
月
に
訪
れ
た
際
に
は
新
空
港
開
港
で
、

現
代
的
な
装
い
を
少
し
残
念
に
も
思
っ
た

が
、土
産
物
屋
を
一
巡
し
た
ら
、同
一
商
品

の
価
格
が
お
店
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
で
、公

共
性
が
高
い
場
所
に
も
拘
わ
ら
ず
定
価

が
な
い
と
い
う
そ
の
ゆ
る
さ
加
減
に
勝
手

に
安
堵
感
を
覚
え
た
。も
ち
ろ
ん
こ
れ

を
、本
土
の
人
間
に
よ
る「
沖
縄
的
な
る

も
の
」へ
の
幻
想
だ
と
非
難
さ
れ
て
も
否

定
し
き
れ
な
い
。そ
れ
で
も
沖
縄
、と
り
わ

け
八
重
山
諸
島
に
は
、揺
る
ぎ
の
な
い
独

自
の
価
値
観
や
生
活
観
、時
間
感
覚
が
確

か
に
あ
る
と
思
う
。

　石
垣
島
に
あ
る「
ア
ン
パ
ル
陶
房
」は
、

宮
良
親
子
が
営
む
陶
磁
器
工
房
で
、特
に

姉
ゆ
う
な
さ
ん
の
作
品
が
好
き
で
旅
行

の
際
に
は
立
ち
寄
る
。沖
縄
に
生
息
す
る

鳥
の
姿
を
絵
付
け
し
た
器
や
動
物
の
置

物
は
、哀
愁
と
共
に
凛
と
し
た
孤
独
を
感

じ
さ
せ
、小
さ
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、次
々
に
消
費
さ
れ
る
本
土
で

は
、作
家
た
ち
が
、作
家
と
し
て
生
き
残

る
策
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し

て
、彼
女
が
石
垣
島
に
根
を
張
り
、作
家

と
し
だ
け
で
な
く
一
人
の
人
間
と
し
て
生

き（
父
親
が
経
営
す
る
宮
良
農
園
を
手

伝
っ
て
い
て
、繁
忙
期
に
は
制
作
は
ス
ト
ッ

プ
す
る
ら
し
い
。）、そ
こ
に
変
わ
ら
な
い

こ
と
へ
の
決
意
や
少
し
の
諦
め
が
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。と
、こ
れ
ま
た
沖

縄
的
な
る
も
の
へ
と
思
い
を
膨
ら
ま
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。 （
千
）

八
重
山
の
風
土

お
ひ
と
り
さ
ま

ポール・デルヴォー展
4月6日～5月26日
■学芸員による展示説明会
5月19日（日）　午後2時～

佐久市立近代美術館名品展

きらめく日本画－大観・栖鳳から現代まで
6月8日～8月4日
■講演会＆ギャラリーツアー
6月30日(日)　午後2時～
並木功（佐久市立近代美術館館長）
■学芸員による展示説明会
6月16日(日)・7月21日(日)
いずれも午後2時～

≪やさしいミュージアム講座受講生募集≫
市民の方々に歴史や美術をより身近に感じていただけるよう、6月～10月までの
毎月1度、全5回の連続講座を2講座開催いたします。

■仏教絵画に親しむ
6月～10月の毎月第2金曜日　10時30分～12時（全5回）　
※ただし8月、10月は第1金曜日に変更
キーワードとなるテーマを毎回用意しながら、江戸時代に至るまでの仏教絵画
の歴史をたどります。
鷹巣純（愛知教育大学教授）
定員50名  当館1階セミナールーム
■トリエンナーレが楽しくなる！
6月22日、8月24日、9月7日・28日、10月12日　14時～15時30分（全5回）　
いずれも土曜日
8月から開催される「あいちトリエンナーレ2013」をより楽しめるように、勉強会を
開催し、実際に会場で作品鑑賞もします。
講師：平川祐樹・志賀理江子（トリエンナーレ出品作家)、当館学芸員
定員30名  当館1階セミナールーム（8月はトリエンナーレ岡崎会場集合・見学）
《共通》　□参加費／無料（作品鑑賞のみ有料）　□申込方法／往復ハガキに、希望講座
名（ハガキ1枚につき1講座の申込）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番
号を明記の上、5月15日（水）までに下記へお申し込みください。※各講座5回全て参加でき
る方のみご応募ください。※ハガキ1枚につき1人の申込に限ります。※応募多数の場合は抽
選となります。□申込先／〒444-0002　岡崎市高隆寺町字峠1番地　岡崎中央総合公園
内　岡崎市美術博物館「やさしいミュージアム講座」係

表紙図版：ポール・デルヴォー ≪夜明け≫ 1944年 個人蔵

編 集 後 記｜ 新しい年度が始まりました。大きな変化は、新しい学芸員が着任したことでしょうか。実に10年ぶりです。そして小さな変化は、学芸

室の席替えをしたこと。見える景色が変わって新鮮です。このフレッシュな環境が、本年度の当館の活動に良い影響を及ぼしたらと思います。（千葉）



　（承
前
）そ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　そ
れ
は
、本
法
寺
本『
涅
槃
図
』の
制
作
に
お
け
る
等
伯
の
立
場
と
云
う
か
、そ
の

係
わ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。と
述
べ
る
と
、

―
こ
の『
涅
槃
図
』を
描
い
た
の
は
等
伯
そ
の
人
で
は
な
い
か
。で
あ
る
な
ら
ば
、

　そ
の
係
わ
り
方
は
絵
師
と
し
て
に
決
っ
て
い
る
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、あ
の

　緑
衣
の
男
を
等
伯
の
自
画
像
と
み
た
の
だ
ろ
う
。い
ま
さ
ら
そ
ん
な
こ
と
改
め
て

　確
認
す
る
程
の
こ
と
か
。

と
、苦
言
を
呈
さ
れ
る
の
が
オ
チ
と
云
う
も
の
。

　確
か
に
そ
う
で
あ
る
。等
伯
は
絵
師
と
し
て
こ
れ
を
描
い
た
。だ
が
絵
師
も
人
間
。作

品
と
の
係
わ
り
に
も
、ご
く
稀
だ
が
、筆
者
と
し
て
以
外
の
場
合
も
あ
っ
た
。本
法
寺
本

制
作
に
お
け
る
等
伯
が
、ま
さ
し
く
そ
れ
で
、そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
注
意
を
喚
起
す
る

意
味
で
、改
め
て
こ
の
こ
と
を
話
題
に
挙
げ
た
の
だ
。そ
れ
に
わ
た
し
た
ち
の
絵
師
に

対
す
る
関
心
は
、と
も
す
れ
ば
筆
者
問
題
に
偏
し
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

　で
は
本
法
寺
本
制
作
に
係
わ
る
等
伯
の
も
う
一つ
の
立
場
と
は
…
…
、と
云
え
ば
、

も
う
お
察
し
だ
ろ
う
。す
で
に
本
図
裏
面
銘
に
触
れ
た
折
に
も
述
べ
た
は
ず
だ
。そ

の
銘
文
に
は
、等
伯
の
養
祖
父
母
以
来
、逆
縁
の
息
子
二
人
を
含
め
、等
伯
一
族
の
法

名
が
列
記
さ
れ
て
い
た
。つ
ま
り
こ
の『
涅
槃
図
』は
、こ
こ
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
た

人
び
と
の
菩
提
を
弔
う
た
め
と
、等
伯
夫
妻
ら
の
逆
修
の
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
図
の
左
右
両
端
下
部
に
は
、本
法
寺
の
住
職
日
通

自
身
が
、

　
　右
端

　
　願
主

　自
雪
舟
五
代
長
谷
川
藤
原
等
伯

　六
十
一
歳

　謹
書

　
　左
端

　
　叡
昌
山
本
法
寺

　常
住

　慶
長
第
四
己
亥
年
卯
月
廿
六
日
吉
辰

　住
持
沙
門

　
　日
通

　（花
押
）

と
記
し
、慶
長
四
年（
一
五
九
九
）四
月
二
十
六
日
、こ
の『
涅
槃
図
』が
本
法
寺
常

住
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。願
主
す
な
わ
ち
施
入
主
は
等
伯
で
あ
っ

た
。上
洛
し
て
四
半
世
紀
、功
成
り
名
遂
げ
、一
族
を
供
養
す
る
ま
で
に
な
っ
た
等

伯
は
、こ
の
銘
文
を
定
め
し
満
足
の
思
い
で
眺
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
等
伯

は
、『
涅
槃
図
』の
絵
師
で
あ
る
以
前
に
、そ
の
願
主
＝
施
入
檀
那
で
あ
っ
た
の
だ
。

む
ろ
ん
緑
衣
の
男
は
、そ
の
檀
那
の
画
像
で
も
あ
っ
た
。

　興
味
深
い
の
は
、こ
う
し
て「
涅
槃
図
」に
檀
那
の
姿
を
描
き
込
む
作
例
が
少
な

か
ら
ず
見
出
せ
る
点
で
あ
る
。緑
衣
の
男
を
絵
師
の
自
画
像
と
み
れ
ば
、ま
っ
た

く
類
例
も
な
い
が
、こ
れ
を
施
入
檀
那
の
画
像
と
み
れ
ば
、類
例
そ
れ
も
先
行
作

例
が
あ
る
の
だ
。そ
の
こ
と
は
、彼
を
等
伯
そ
の
人
と
見
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て

甚
だ
こ
こ
ろ
強
い
。『
涅
槃
図
』制
作
に
お
け
る
等
伯
の
立
場
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も

そ
の
た
め
だ
。

　さ
し
ず
め
愛
知
県
あ
ま
市
・
甚
目
寺
の『
涅
槃
図
』（
鎌
倉
時
代
後
期
の
作
）こ

そ
が
、そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
か
。右
手
枕
を
し
て
横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、墨
染

め
の
衣
の
尼
僧
が
片
膝
を
立
て
て
坐
る
。合
掌
し
、釈
尊
を
見
つ
め
る
が
、そ
の
表

情
は
、ま
わ
り
の
も
の
す
べ
て
が
悲
し
み
の
相
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、む
し
ろ
微

笑
み
さ
え
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
だ
。ま
さ
し
く
本
法
寺
本
の
あ
の
飼
い
主
に
尻
尾

を
振
っ
て
自
足
す
る
、あ
の
洋
犬
の
姿
を
思
わ
せ
る
。そ
ん
な
彼
女
は
他
の
会
衆

か
ら
一
人
浮
い
て
い
る
。目
尻
に
皺
を
入
れ
た
特
徴
あ
る
目
つ
き
や
、ふ
っ
く
ら
し

た
顔
立
ち
は
、明
ら
か
に
或
る
特
定
の
人
物
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、そ
の
彼

女
の
傍
ら
に
短
冊
形
を
設
け
、「
施
入
檀
那
」と
記
す
。こ
の
尼
御
前
こ
そ
が
、甚

目
寺
本『
涅
槃
図
』の
施
入
檀
那
＝
供
養
者
な
の
で
あ
る
。

　加
え
て
愛
知
県
内
稲
沢
市
の
無
量
光
院
に
も
、ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
尼
僧
を
画

面
の
片
隅
に
描
い
た『
涅
槃
図
』（
甚
目
寺
本
を
や
や
遡
る
作
か
）が
あ
る
と
い
う

し（
宮
島
新
一
著『
肖
像
画
』日
本
歴
史
叢
書

　吉
川
弘
文
館

　一
九
九
四
年
）、さ

ら
に
江
戸
期
の
作
で
あ
る
が
、岐
阜
の
宗
泉
寺
本『
涅
槃
図
』に
も「
聞
信
宗
光
信

士
」と
記
名
さ
れ
た
裕
福
な
町
衆
が
描
か
れ
て
い
る（
赤
澤
氏
前
掲
書
）。彼
も
ま

た
、た
だ
一
人
顔
を
画
面
の
こ
ち
ら
側
に
向
け
る
。い
や
我
が
岡
崎
市
に
も
松
平
信

忠（
法
名「
泰
孝
」
　一
四
九
〇
〜
一
五
三
一
）が
、自
ら
の
姿
を
描
か
せ
寄
進
し
た

『
涅
槃
図
』（
大
樹
寺
蔵
）が
伝
わ
る（
図
１
）。

　ま
た
近
年
紹
介
さ
れ
た
丹
後
・
遍
照
寺
の
一
本
に
も
、片
膝
立
て
の
婦
人
が
描

か
れ
て
い
る（
赤
澤
英
二「
伝
曽
我
宗
丈
筆
の
涅
槃
図
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
華
』

1
2
2
6
号

　一
九
九
七
年
）。チ
マ・
チ
ョ
ゴ
リ
風
の
着
衣
が
興
味
深
い
が
、そ
の

風
姿
か
ら
彼
女
も
ま
た
供
養
者
で
あ
ろ
う
。筆
者
を
曽
我
宗
丈
と
伝
え
る
。言
う

ま
で
も
な
く
大
徳
寺
真
珠
庵
客
殿
障
壁
画
の
筆
者
と
も
目
さ
れ
る
絵
師
で
あ

る
。朝
鮮
画
と
の
関
連
も
云
々
さ
れ
る
絵
師
だ
。さ
ら
に
曽
我
派
と
云
え
ば
、越

前
朝
倉
氏
と
関
係
深
い
画
派
で
あ
る
。遍
照
寺
の
あ
る
丹
後
と
も
近
い
。等
伯
も

信
春
時
代
に
曽
我
墨
渓
の『
達
磨
図
』（
真
珠
庵
蔵
）を
模
写
し
て
い
る
し（
石
川
・

龍
門
寺
蔵
）、狩
野
一
溪
の
画
伝
書『
丹
青
若
木
集
』に
よ
る
と
、等
伯
は
は
じ
め
曽

我
紹
祥
に
つ
い
て
絵
を
学
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、何
か
と
曽
我
派
と
は
関

係
深
い
。と
な
れ
ば
等
伯
は
遍
照
寺
本
な
ど
曽
我
派
の
作
品
を
通
し
、「
涅
槃
図
」

に
そ
の
施
入
檀
那
＝
供
養
者
を
描
き
込
む
こ
と
を
学
ん
だ
と
も
考
え
た
い
の
だ

が
、そ
こ
ま
で
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
考
え
な
く
て
も
、前
述
し
た
本
法
寺
本
に
先
行
す

る「
涅
槃
図
」の
少
な
か
ら
ぬ
作
例
に
、す
で
に
供
養
者
の
姿
が
描
き
込
ま
れ
て
い

る
の
を
み
れ
ば
、等
伯
が
こ
の
手
法
を
知
っ
た
の
も
、も
っ
と
広
く
そ
れ
ら
を
通
じ

て
、と
み
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

　だ
が
そ
の
際
、等
伯
が
自
ら
の
姿
を
捧
飯
の
供
養
者
、鍛
冶
工
純
陀
に
準
え
て

描
い
た
こ
と
は
、実
に
正
解
で
あ
っ
た
。そ
れ
と
い
う
の
も
、そ
も
そ
も
前
掲
し
た

『
涅
槃
図
』に
施
入
檀
那
た
ち
が
、自
ら
の
姿
を
描
き
加
え
た
の
も
、一
供
養
者
と

し
て
純
陀
に
続
か
ん
こ
と
を
念
じ
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、彼
ら
は
、他
の
会
衆

た
ち
か
ら
浮
い
た
存
在
と
な
る
こ
と
も
構
わ
ず
、自
ら
の
姿
を
そ
の
ま
ま
描
き
加

え
た
。そ
の
姿
も
お
お
む
ね
画
面
の
こ
ち
ら
側
に
体
を
開
く

―
つ
ま
り
は
釈
尊

を
見
つ
め
な
い
点
で
一
致
す
る
。だ
が
等
伯
は
、自
ら
を
純
陀
に
重
ね
る
こ
と
で
、

他
の
会
衆
た
ち
と
の
違
和
感
を
打
ち
消
す
こ
と
に
成
功
し
た
。絵
仏
師
と
し
て
活

躍
し
た
信
春（
等
伯
）の「
涅
槃
図
」理
解
が
如
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。こ

と
こ
こ
に
至
れ
ば
、わ
た
し
に
は
、あ
の
緑
衣
の
男
が
等
伯
そ
の
人
で
あ
る
こ
と

に
何
の
疑
い
も
な
い
。

　で
は
緑
衣
の
男
は
本
当
に
等
伯
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
禿
げ
て
む
さ
苦
し

い
そ
の
風
姿
を
、あ
の
一
代
の
傑
作『
松
林
図
屏
風
』の
絵
師
と
み
る
こ
と
は
、心

苦
し
い
の
だ
が
、知
る
人
が
見
れ
ば
、こ
の
む
さ
苦
し
い
男
が
願
主
等
伯
そ
の
人

を
彷
彿
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、現
状
で
は
、そ
れ
を
確
か
め
る
術
と
て
も
な

い
。　と

な
れ
ば
こ
こ
は
も
う
一
点
、似
て
い
る『
涅
槃
図
』の
男
の
例
を
挙
げ
ず
ば
な

る
ま
い
。ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
一
本
で
あ
る（
河
野
元
昭「
英
一
蝶
筆
仏

涅
槃
図
」『
国
華
』1
3
7
3
号

　二
〇
一
〇
年
）。筆
者
は
英
一
蝶（
一
六
五
二
〜
一

七
二
四
）。そ
の
横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、沙
羅
双
樹
の
根
元
の
、ほ
ぼ
緑
衣
の

男
が
い
た
あ
の
あ
た
り
に
、問
題
の
男
が
坐
す（
図
２
）。模
本
で
は
あ
る
が
、幸
い

に
も
英
一
蝶
の
画
像
も
伝
わ
る（
二
代
高
崇
谷
模
本

　東
京
国
立
博
物
館
蔵 

図

３
）。し
か
も
、『
龍
溪
小
説
』や『
画
師
姓
名
冠
字
類
抄
』な
ど
が
、一
蝶
の
風
貌

は
、色
白
で
目
と
鼻
の
大
き
な
異
相
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。わ
た
し
に
は
、こ
の
ボ

ス
ト
ン
本『
涅
槃
図
』の
男
こ
そ
は
、そ
の
一
蝶
そ
の
人
に
見
え
る
の
だ
が
、い
ま
は

指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
、す
べ
て
は
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
よ
う
。

　が
、そ
れ
に
し
て
も
絵
師
た
ち
は
、さ
ま
ざ
ま
に
趣
向
を
凝
ら
し
自
ら
の
画
像
を
描

い
た
も
の
だ
。し
か
し
、そ
の
こ
と
こ
そ
が
、ま
さ
し
く
人
の
姿
と
か
た
ち
＝
肖
像
画

の
歴
史
の
近
世
を
、そ
れ
以
前
と
劃
期
す
る
一
指
標
で
あ
っ
た（
こ
の
項
終
わ
り
）。

眼
の
極
楽 

七

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く
⑥

館
長 

榊
原
悟

は
な
は

じ
も
く
じ

え

ほ
ほ

し
っ
ぽ

し
わ

あ
ま
ご
ぜ

ひ
と
り

そ
う
じ
ょ
う

う
ん
ぬ
ん

ぼ
っ
け
い

た
ん
せ
い
じ
ゃ
く
ぼ
く
し
ゅ
う

じ
ょ
う
し
ょ
う

じ
ゅ
ん
だ

な
ぞ
ら

し

は

す
べ

は
な
ぶ
さ
い
っ
ち
ょ
う

こ
う
す
う
こ
く

い
ち

い
っ
け
い

図 1　松平忠信像（『涅槃図』部分）大樹寺蔵
図 2　英一蝶筆『涅槃図』（部分）　ボストン美術館蔵
図 3　『英一蝶画像』（部分）　東京国立博物館蔵
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図 3



　（承
前
）そ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　そ
れ
は
、本
法
寺
本『
涅
槃
図
』の
制
作
に
お
け
る
等
伯
の
立
場
と
云
う
か
、そ
の

係
わ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。と
述
べ
る
と
、

―
こ
の『
涅
槃
図
』を
描
い
た
の
は
等
伯
そ
の
人
で
は
な
い
か
。で
あ
る
な
ら
ば
、

　そ
の
係
わ
り
方
は
絵
師
と
し
て
に
決
っ
て
い
る
。ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、あ
の

　緑
衣
の
男
を
等
伯
の
自
画
像
と
み
た
の
だ
ろ
う
。い
ま
さ
ら
そ
ん
な
こ
と
改
め
て

　確
認
す
る
程
の
こ
と
か
。

と
、苦
言
を
呈
さ
れ
る
の
が
オ
チ
と
云
う
も
の
。

　確
か
に
そ
う
で
あ
る
。等
伯
は
絵
師
と
し
て
こ
れ
を
描
い
た
。だ
が
絵
師
も
人
間
。作

品
と
の
係
わ
り
に
も
、ご
く
稀
だ
が
、筆
者
と
し
て
以
外
の
場
合
も
あ
っ
た
。本
法
寺
本

制
作
に
お
け
る
等
伯
が
、ま
さ
し
く
そ
れ
で
、そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
注
意
を
喚
起
す
る

意
味
で
、改
め
て
こ
の
こ
と
を
話
題
に
挙
げ
た
の
だ
。そ
れ
に
わ
た
し
た
ち
の
絵
師
に

対
す
る
関
心
は
、と
も
す
れ
ば
筆
者
問
題
に
偏
し
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

　で
は
本
法
寺
本
制
作
に
係
わ
る
等
伯
の
も
う
一つ
の
立
場
と
は
…
…
、と
云
え
ば
、

も
う
お
察
し
だ
ろ
う
。す
で
に
本
図
裏
面
銘
に
触
れ
た
折
に
も
述
べ
た
は
ず
だ
。そ

の
銘
文
に
は
、等
伯
の
養
祖
父
母
以
来
、逆
縁
の
息
子
二
人
を
含
め
、等
伯
一
族
の
法

名
が
列
記
さ
れ
て
い
た
。つ
ま
り
こ
の『
涅
槃
図
』は
、こ
こ
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
た

人
び
と
の
菩
提
を
弔
う
た
め
と
、等
伯
夫
妻
ら
の
逆
修
の
た
め
に
描
か
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
図
の
左
右
両
端
下
部
に
は
、本
法
寺
の
住
職
日
通

自
身
が
、

　
　右
端

　
　願
主

　自
雪
舟
五
代
長
谷
川
藤
原
等
伯

　六
十
一
歳

　謹
書

　
　左
端

　
　叡
昌
山
本
法
寺

　常
住

　慶
長
第
四
己
亥
年
卯
月
廿
六
日
吉
辰

　住
持
沙
門

　
　日
通

　（花
押
）

と
記
し
、慶
長
四
年（
一
五
九
九
）四
月
二
十
六
日
、こ
の『
涅
槃
図
』が
本
法
寺
常

住
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。願
主
す
な
わ
ち
施
入
主
は
等
伯
で
あ
っ

た
。上
洛
し
て
四
半
世
紀
、功
成
り
名
遂
げ
、一
族
を
供
養
す
る
ま
で
に
な
っ
た
等

伯
は
、こ
の
銘
文
を
定
め
し
満
足
の
思
い
で
眺
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
等
伯

は
、『
涅
槃
図
』の
絵
師
で
あ
る
以
前
に
、そ
の
願
主
＝
施
入
檀
那
で
あ
っ
た
の
だ
。

む
ろ
ん
緑
衣
の
男
は
、そ
の
檀
那
の
画
像
で
も
あ
っ
た
。

　興
味
深
い
の
は
、こ
う
し
て「
涅
槃
図
」に
檀
那
の
姿
を
描
き
込
む
作
例
が
少
な

か
ら
ず
見
出
せ
る
点
で
あ
る
。緑
衣
の
男
を
絵
師
の
自
画
像
と
み
れ
ば
、ま
っ
た

く
類
例
も
な
い
が
、こ
れ
を
施
入
檀
那
の
画
像
と
み
れ
ば
、類
例
そ
れ
も
先
行
作

例
が
あ
る
の
だ
。そ
の
こ
と
は
、彼
を
等
伯
そ
の
人
と
見
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て

甚
だ
こ
こ
ろ
強
い
。『
涅
槃
図
』制
作
に
お
け
る
等
伯
の
立
場
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も

そ
の
た
め
だ
。

　さ
し
ず
め
愛
知
県
あ
ま
市
・
甚
目
寺
の『
涅
槃
図
』（
鎌
倉
時
代
後
期
の
作
）こ

そ
が
、そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
か
。右
手
枕
を
し
て
横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、墨
染

め
の
衣
の
尼
僧
が
片
膝
を
立
て
て
坐
る
。合
掌
し
、釈
尊
を
見
つ
め
る
が
、そ
の
表

情
は
、ま
わ
り
の
も
の
す
べ
て
が
悲
し
み
の
相
で
あ
る
の
と
対
照
的
に
、む
し
ろ
微

笑
み
さ
え
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
だ
。ま
さ
し
く
本
法
寺
本
の
あ
の
飼
い
主
に
尻
尾

を
振
っ
て
自
足
す
る
、あ
の
洋
犬
の
姿
を
思
わ
せ
る
。そ
ん
な
彼
女
は
他
の
会
衆

か
ら
一
人
浮
い
て
い
る
。目
尻
に
皺
を
入
れ
た
特
徴
あ
る
目
つ
き
や
、ふ
っ
く
ら
し

た
顔
立
ち
は
、明
ら
か
に
或
る
特
定
の
人
物
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、そ
の
彼

女
の
傍
ら
に
短
冊
形
を
設
け
、「
施
入
檀
那
」と
記
す
。こ
の
尼
御
前
こ
そ
が
、甚

目
寺
本『
涅
槃
図
』の
施
入
檀
那
＝
供
養
者
な
の
で
あ
る
。

　加
え
て
愛
知
県
内
稲
沢
市
の
無
量
光
院
に
も
、ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
尼
僧
を
画

面
の
片
隅
に
描
い
た『
涅
槃
図
』（
甚
目
寺
本
を
や
や
遡
る
作
か
）が
あ
る
と
い
う

し（
宮
島
新
一
著『
肖
像
画
』日
本
歴
史
叢
書

　吉
川
弘
文
館

　一
九
九
四
年
）、さ

ら
に
江
戸
期
の
作
で
あ
る
が
、岐
阜
の
宗
泉
寺
本『
涅
槃
図
』に
も「
聞
信
宗
光
信

士
」と
記
名
さ
れ
た
裕
福
な
町
衆
が
描
か
れ
て
い
る（
赤
澤
氏
前
掲
書
）。彼
も
ま

た
、た
だ
一
人
顔
を
画
面
の
こ
ち
ら
側
に
向
け
る
。い
や
我
が
岡
崎
市
に
も
松
平
信

忠（
法
名「
泰
孝
」
　一
四
九
〇
〜
一
五
三
一
）が
、自
ら
の
姿
を
描
か
せ
寄
進
し
た

『
涅
槃
図
』（
大
樹
寺
蔵
）が
伝
わ
る（
図
１
）。

　ま
た
近
年
紹
介
さ
れ
た
丹
後
・
遍
照
寺
の
一
本
に
も
、片
膝
立
て
の
婦
人
が
描

か
れ
て
い
る（
赤
澤
英
二「
伝
曽
我
宗
丈
筆
の
涅
槃
図
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
華
』

1
2
2
6
号

　一
九
九
七
年
）。チ
マ・
チ
ョ
ゴ
リ
風
の
着
衣
が
興
味
深
い
が
、そ
の

風
姿
か
ら
彼
女
も
ま
た
供
養
者
で
あ
ろ
う
。筆
者
を
曽
我
宗
丈
と
伝
え
る
。言
う

ま
で
も
な
く
大
徳
寺
真
珠
庵
客
殿
障
壁
画
の
筆
者
と
も
目
さ
れ
る
絵
師
で
あ

る
。朝
鮮
画
と
の
関
連
も
云
々
さ
れ
る
絵
師
だ
。さ
ら
に
曽
我
派
と
云
え
ば
、越

前
朝
倉
氏
と
関
係
深
い
画
派
で
あ
る
。遍
照
寺
の
あ
る
丹
後
と
も
近
い
。等
伯
も

信
春
時
代
に
曽
我
墨
渓
の『
達
磨
図
』（
真
珠
庵
蔵
）を
模
写
し
て
い
る
し（
石
川
・

龍
門
寺
蔵
）、狩
野
一
溪
の
画
伝
書『
丹
青
若
木
集
』に
よ
る
と
、等
伯
は
は
じ
め
曽

我
紹
祥
に
つ
い
て
絵
を
学
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、何
か
と
曽
我
派
と
は
関

係
深
い
。と
な
れ
ば
等
伯
は
遍
照
寺
本
な
ど
曽
我
派
の
作
品
を
通
し
、「
涅
槃
図
」

に
そ
の
施
入
檀
那
＝
供
養
者
を
描
き
込
む
こ
と
を
学
ん
だ
と
も
考
え
た
い
の
だ

が
、そ
こ
ま
で
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
考
え
な
く
て
も
、前
述
し
た
本
法
寺
本
に
先
行
す

る「
涅
槃
図
」の
少
な
か
ら
ぬ
作
例
に
、す
で
に
供
養
者
の
姿
が
描
き
込
ま
れ
て
い

る
の
を
み
れ
ば
、等
伯
が
こ
の
手
法
を
知
っ
た
の
も
、も
っ
と
広
く
そ
れ
ら
を
通
じ

て
、と
み
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

　だ
が
そ
の
際
、等
伯
が
自
ら
の
姿
を
捧
飯
の
供
養
者
、鍛
冶
工
純
陀
に
準
え
て

描
い
た
こ
と
は
、実
に
正
解
で
あ
っ
た
。そ
れ
と
い
う
の
も
、そ
も
そ
も
前
掲
し
た

『
涅
槃
図
』に
施
入
檀
那
た
ち
が
、自
ら
の
姿
を
描
き
加
え
た
の
も
、一
供
養
者
と

し
て
純
陀
に
続
か
ん
こ
と
を
念
じ
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、彼
ら
は
、他
の
会
衆

た
ち
か
ら
浮
い
た
存
在
と
な
る
こ
と
も
構
わ
ず
、自
ら
の
姿
を
そ
の
ま
ま
描
き
加

え
た
。そ
の
姿
も
お
お
む
ね
画
面
の
こ
ち
ら
側
に
体
を
開
く

―
つ
ま
り
は
釈
尊

を
見
つ
め
な
い
点
で
一
致
す
る
。だ
が
等
伯
は
、自
ら
を
純
陀
に
重
ね
る
こ
と
で
、

他
の
会
衆
た
ち
と
の
違
和
感
を
打
ち
消
す
こ
と
に
成
功
し
た
。絵
仏
師
と
し
て
活

躍
し
た
信
春（
等
伯
）の「
涅
槃
図
」理
解
が
如
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。こ

と
こ
こ
に
至
れ
ば
、わ
た
し
に
は
、あ
の
緑
衣
の
男
が
等
伯
そ
の
人
で
あ
る
こ
と

に
何
の
疑
い
も
な
い
。

　で
は
緑
衣
の
男
は
本
当
に
等
伯
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
禿
げ
て
む
さ
苦
し

い
そ
の
風
姿
を
、あ
の
一
代
の
傑
作『
松
林
図
屏
風
』の
絵
師
と
み
る
こ
と
は
、心

苦
し
い
の
だ
が
、知
る
人
が
見
れ
ば
、こ
の
む
さ
苦
し
い
男
が
願
主
等
伯
そ
の
人

を
彷
彿
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。む
ろ
ん
、現
状
で
は
、そ
れ
を
確
か
め
る
術
と
て
も
な

い
。　と

な
れ
ば
こ
こ
は
も
う
一
点
、似
て
い
る『
涅
槃
図
』の
男
の
例
を
挙
げ
ず
ば
な

る
ま
い
。ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
一
本
で
あ
る（
河
野
元
昭「
英
一
蝶
筆
仏

涅
槃
図
」『
国
華
』1
3
7
3
号

　二
〇
一
〇
年
）。筆
者
は
英
一
蝶（
一
六
五
二
〜
一

七
二
四
）。そ
の
横
た
わ
る
釈
尊
の
頭
部
側
、沙
羅
双
樹
の
根
元
の
、ほ
ぼ
緑
衣
の

男
が
い
た
あ
の
あ
た
り
に
、問
題
の
男
が
坐
す（
図
２
）。模
本
で
は
あ
る
が
、幸
い

に
も
英
一
蝶
の
画
像
も
伝
わ
る（
二
代
高
崇
谷
模
本

　東
京
国
立
博
物
館
蔵 

図

３
）。し
か
も
、『
龍
溪
小
説
』や『
画
師
姓
名
冠
字
類
抄
』な
ど
が
、一
蝶
の
風
貌

は
、色
白
で
目
と
鼻
の
大
き
な
異
相
で
あ
っ
た
と
伝
え
る
。わ
た
し
に
は
、こ
の
ボ

ス
ト
ン
本『
涅
槃
図
』の
男
こ
そ
は
、そ
の
一
蝶
そ
の
人
に
見
え
る
の
だ
が
、い
ま
は

指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
、す
べ
て
は
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
よ
う
。

　が
、そ
れ
に
し
て
も
絵
師
た
ち
は
、さ
ま
ざ
ま
に
趣
向
を
凝
ら
し
自
ら
の
画
像
を
描

い
た
も
の
だ
。し
か
し
、そ
の
こ
と
こ
そ
が
、ま
さ
し
く
人
の
姿
と
か
た
ち
＝
肖
像
画

の
歴
史
の
近
世
を
、そ
れ
以
前
と
劃
期
す
る
一
指
標
で
あ
っ
た（
こ
の
項
終
わ
り
）。

眼
の
極
楽 

七

　人
の
姿
か
た
ち
を
描
く
⑥

館
長 

榊
原
悟

は
な
は

じ
も
く
じ

え

ほ
ほ

し
っ
ぽ

し
わ

あ
ま
ご
ぜ

ひ
と
り

そ
う
じ
ょ
う

う
ん
ぬ
ん

ぼ
っ
け
い

た
ん
せ
い
じ
ゃ
く
ぼ
く
し
ゅ
う

じ
ょ
う
し
ょ
う

じ
ゅ
ん
だ

な
ぞ
ら

し

は

す
べ

は
な
ぶ
さ
い
っ
ち
ょ
う

こ
う
す
う
こ
く

い
ち

い
っ
け
い

図 1　松平忠信像（『涅槃図』部分）大樹寺蔵
図 2　英一蝶筆『涅槃図』（部分）　ボストン美術館蔵
図 3　『英一蝶画像』（部分）　東京国立博物館蔵
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　今
回
の
ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
展
は
、日
本

で
初
め
て
そ
の
全
容
を
紹
介
す
る
展
覧
会
で

す
。　こ

の
よ
う
な
充
実
し
た
展
覧
会
が
岡
崎
で

開
催
で
き
た
の
は
、ポ
ー
ル
・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
財

団
の
理
事
長
シ
ャ
ル
ル・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ー
ン
さ

ん
の
惜
し
み
な
い
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

私
は
二
〇
年
ほ
ど
前
に
彼
が
来
日
し
た
際
に

お
会
い
し
、そ
れ
以
来
親
交
さ
せ
て
い
た
だ

き
、私
が
ベ
ル
ギ
ー
に
行
く
と
、彼
は
自
宅
で

パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
て
歓
待
し
て
く
れ
ま
し

た
。二
人
で
杯
を
交
わ
し
て
い
る
と
、元
気
の

良
い
娘
さ
ん
た
ち
が
歓
声
を
あ
げ
て
ガ
ー
デ

ン
を
駆
け
回
る
…
そ
ん
な
家
庭
的
な
雰
囲

気
の
中
で
会
話
を
楽
し
み
ま
し
た
。気
が
つ

け
ば
夕
暮
れ
時
に
な
っ
て
い
て
、邸
宅
を
一
歩

出
た
ら
、そ
こ
は
ま
さ
に
デ
ル
ヴ
ォ
ー
が
描
い

た
、あ
の
静
寂
な
夜
の
情
景
で
あ
る
こ
と
に
、

は
っ
と
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。 

思
え

ば
そ
こ
は
デ
ル
ヴ
ォ
ー
が
住
ん
だ
家
で
、今
回

出
品
さ
れ
て
い
る《
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー

ド
》に
描
か
れ
た
食
卓
に
私
は
座
っ
て
い
た
の

で
す
。子
供
の
い
な
か
っ
た
デ
ル
ヴ
ォ
ー
は
、甥

の
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ー
ン
さ
ん
を
息
子
の
よ
う
に

可
愛
が
り
、彼
も
ま
た
誰
よ
り
も
こ
の
画
家

を
愛
し
、そ
の
最
期
を
看
取
り
ま
し
た
。彼

は
デ
ル
ヴ
ォ
ー
の
最
初
期
や
最
晩
年
が
あ
ま

り
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
を
残
念
に

思
っ
て
お
り
、私
た
ち
は
い
つ
し
か
全
貌
を
網

羅
し
た
展
覧
会
を
日
本
で
紹
介
し
た
い
と
話

し
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　三
年
ほ
ど
前
、七
〇
歳
を
越
え
た
彼
は
、

そ
の
夢
を
娘
の
ジ
ュ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ン・
デ
ュ
ー
ン

さ
ん
に
託
し
、日
本
側
の
監
修
は
私
が
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ジ
ュ
リ
ー

さ
ん
は
、私
が
彼
の
家
を
最
初
に
訪
れ
た
と

き
に
、ガ
ー
デ
ン
を
駆
け
回
っ
て
い
た
、か
つ
て

の
あ
の
元
気
な
少
女
で
し
た
。

　ジ
ュ
リ
ー
さ
ん
と
私
の
展
示
構
想
は
近

く
、ほ
ど
な
く
し
て
構
成
は
決
ま
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
作
品
の
選
定
を
す
る
に
あ
た
り
、

彼
女
は
大
胆
な
提
案
を
し
て
き
ま
し
た
。ベ

ル
ギ
ー
に
あ
る
作
品
の
み
で
構
成
し
た
い
と

い
う
の
で
す
。私
は
全
て
の
作
品
を
ベ
ル
ギ
ー

か
ら
運
ぶ
と
な
る
と
、費
用
面
か
ら
も
大
変

で
は
な
い
か
と
案
じ
ま
し
た
。し
か
し
彼
女

は
持
前
の
行
動
力
を
も
っ
て
、私
の
提
言
に

も
応
じ
な
が
ら
ベ
ル
ギ
ー
国
内
か
ら
着
実
に

作
品
を
集
め
て
く
れ
た
の
で
す
。そ
れ
が
今

回
の
展
覧
会
が
過
去
の
も
の
と
は
一
線
を
画

し
、新
鮮
で
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
大
き

な
要
因
で
し
た
。さ
ら
に
デ
ル
ヴ
ォ
ー
の
人
柄

を
伝
え
る
た
め
に
、ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
た
鉄
道

模
型
や
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
鏡
や
ラ
ン
プ
、手

紙
な
ど
も
展
示
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。こ

う
し
て
デ
ル
ヴ
ォ
ー
財
団
が
初
め
て
企
画
に

参
画
し
た
デ
ル
ヴ
ォ
ー
展
が
で
き
あ
が
っ
た

の
で
す
。

　本
展
は
、昨
年
の
七
月
に
鹿
児
島
を
皮
切

り
に
、東
京
、山
口
、埼
玉
と
巡
回
し
好
評
を

博
し
ま
す
。そ
し
て
こ
の
四
月
、い
よ
い
よ
岡

崎
で
の
公
開
。と
こ
ろ
が
日
本
で
の
開
幕
か

ら
三
か
月
経
っ
た
一
〇
月
、ベ
ル
ギ
ー
か
ら
悲

報
が
入
り
ま
し
た
。ヴ
ァ
ン・
デ
ュ
ー
ン
さ
ん
が

亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。ほ
ん
の
数
か
月
前

に
、自
身
の
近
著 “PA

U
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A
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を
送
っ
て
く
れ
た
ば
か
り
だ
っ

た
の
で
、突
然
の
こ
と
で
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。彼
か
ら
は
こ
の
二
〇
年
間
、デ
ル

ヴ
ォ
ー
の
こ
と
を
学
び
、ベ
ル
ギ
ー
の
豊
か
な

芸
術
文
化
や
人
々
の
温
か
さ
も
教
わ
り
ま
し

た
。　本

展
が
開
催
で
き
た
の
は
、ヴ
ァ
ン
・

デ
ュ
ー
ン
さ
ん
の
熱
意
と
、そ
の
意
志
を
継
い

で
実
行
し
て
く
れ
た
ジ
ュ
リ
ー
さ
ん
の
お
か

げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。彼
も
念
願
だ
っ
た

日
本
で
の
巡
回
展
の
実
現
を
見
届
け
て
、安

心
し
て
旅
立
た
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。本

展
を
岡
崎
で
開
催
し
て
い
る
間
、私
は
デ
ル

ヴ
ォ
ー
の
作
品
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、ヴ
ァ
ン
・

デ
ュ
ー
ン
氏
と
杯
を
交
わ
し
て
い
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
気
持
ち
で
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

会期：平成23年4月6日（土）～5月26日（日）

ポール・デルヴォー展
―　シャルル・ヴァン・デューン氏に捧ぐ

村 松 和 明

《グリーティング・カード》  1958 年 ポール・デルヴォー財団蔵

１

　ゆ
か
り
の
ま
ち
提
携
三
〇
周
年

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は「
ゆ
か
り
の
ま

ち
提
携
三
〇
周
年
記
念

　佐
久
市
近
代
美

術
館
名
品
展

　き
ら
め
く
日
本
画
―
大
観
・

栖
鳳
か
ら
現
代
ま
で
」を
六
月
八
日
か
ら
八

月
四
日
ま
で
開
催
し
ま
す
。佐
久
市
は
長
野

県
の
東
部
に
位
置
し
、二
〇
〇
五
年
四
月
の

四
市
町
村
の
合
併
で
新
し
い
市
に
生
ま
れ
か

わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
合
併
市
町
村
の
う
ち
の

ひ
と
つ
が
、岡
崎
市
と
一
九
八
三
年
七
月
一
日

に
ゆ
か
り
の
ま
ち
提
携
を
し
た
臼
田
町
で

す
。こ
の
提
携
は
江
戸
時
代
に
三
河
国
奥
殿

藩
の
領
知
が
岡
崎
市
内
だ
け
で
な
く
旧
臼

田
町
域
に
も
存
在
し
、幕
末
期
に
奥
殿
藩
が

拠
点
と
な
る
陣
屋
を
田
野
口（
旧
臼
田
町
）

に
移
す
な
ど
歴
史
的
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
す
。

　二
〇
一
三
年
は
岡
崎
市
と
旧
臼
田
町
が
ゆ

か
り
の
ま
ち
提
携
を
行
っ
て
三
〇
年
周
年
に

あ
た
り
ま
す
。本
展
覧
会
は
こ
の
ゆ
か
り
の

ま
ち
提
携
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
開
催
す

る
も
の
で
す
。

２

　油
井
一
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
は
長
野
県
立
駒

場
公
園
の
一
角
に
一
九
八
三
年
開
館
、一
九
九

〇
年
の
増
改
築
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
に
際
し
て
は
市

民
の
熱
意
と
協
力
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
美
術
年
鑑
の

創
業
者
で
あ
り
佐
久
市
出
身
の
由
井
一
二
氏

に
よ
る
美
術
品
約
七
百
点
の
寄
附
で
す
。

　油
井
一
二
は
一
九
〇
九
年
佐
久
市
香
坂
で

生
ま
れ
、二
十
二
歳
で
画
商
の
世
界
へ
足
を

踏
み
入
れ
ま
す
。風
呂
敷
に
仮
巻
軸
を
包
ん

で
担
い
で
歩
く「
風
呂
敷
画
商
」と
し
て
中
国

や
台
湾
、朝
鮮
半
島
等
に
も
渡
り
ま
す
が
、

戦
争
な
ど
の
理
由
に
よ
り
四
〇
代
を
迎
え
る

ま
で
職
を
転
々
と
し
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な

油
井
に
画
商
と
し
て
の
決
意
を
固
め
さ
せ
た

の
が
武
者
小
路
実
篤
と
の
出
会
い
で
す
。職

も
定
ま
ら
ず
、事
業
に
失
敗
し
た
油
井
に
励

ま
し
の
言
葉
を
贈
り
、失
意
の
油
井
を
立
ち

直
ら
せ
、美
術
業
界
へ
の
道
を
決
心
さ
せ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。以
後
、油
井
は
山
本
丘
人

や
杉
山
寧
、東
山
魁
夷
、高
山
辰
雄
、平
山
郁

夫
と
い
っ
た
日
本
画
家
を
中
心
に
交
際
が
広

が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。多
く
の
画
家
に
接
す
る

な
か
で
、油
井
の
胸
の
な
か
に「
故
郷
に
美
術

館
を
」の
思
い
が
芽
生
え
た
と
さ
れ
、そ
れ
が

美
術
館
へ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
附
行
為
と
な

り
ま
し
た
。油
井
に
よ
る
美
術
品
の
寄
附
は

美
術
館
開
館
後
も
一
九
九
二
年
に
没
す
る
ま

で
続
け
ら
れ
、一
層
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
が

は
か
ら
れ
、佐
久
市
立
近
代
美
術
館
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
根
幹
を
な
し
て
い
ま
す
。

３

　本
展
の
構
成

　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
は
、現
在
二
千
五

百
点
に
及
ぶ
美
術
品
を
所
蔵
し
、近
代
か
ら

現
代
ま
で
の
美
術
史
を
概
観
で
き
る
質
の
高

い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
が
先
ほ

ど
紹
介
し
た
油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
日
本
画
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。今

回
の
展
覧
会
で
は
そ
の
幅
広
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

よ
り
、近
現
代
日
本
画
の
名
品
を
三
章
に
分

け
て
展
示
い
た
し
ま
す
。第
一
章
の「
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
形
成
の
は
じ
ま
り
―
油
井
一二
と
武
者

小
路
実
篤
」で
は
生
涯
の
師
と
仰
い
だ
武
者

小
路
実
篤
の
作
品
を
通
し
て
油
井
と
実
篤

の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。第
二
章

「
近
代
の
日
本
画
〜
伝
統
と
創
造
」で
は
、明

治
か
ら
大
正
を
経
て
、戦
前
の
昭
和
期
ま
で

の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。横
山
大
観
、下
村

観
山
、竹
内
栖
鳳
な
ど
日
本
画
の
革
新
を
め

ざ
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
で
す
。第
三
章「
戦

後
か
ら
現
代
の
日
本
が
〜
模
索
と
挑
戦
」で

は
戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
模
索
と
挑
戦
の
な

か
で
変
革
し
て
い
く
日
本
画
を
紹
介
し
ま

す
。平
山
郁
夫
の
ほ
か
千
住
博
、岡
村
桂
三

郎
な
ど
に
至
る
作
品
で
す
。油
井
一
二
氏
が

画
商
と
し
て
本
格
的
に
動
き
始
め
る
の
が
戦

後
か
ら
で
あ
り
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
こ
の
時

期
の
作
品
が
充
実
し
て
い
ま
す
。油
井
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
神
髄
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

会期：平成23年 6月8日（土）～8月4日（日）

ゆかりのまち提携三〇周年記念

佐久市近代美術館名品展
きらめく日本画
―大観・栖鳳から現代まで

堀 江 登 志 実

平山郁夫≪仏教伝来≫1959 年（後期展示）



　今
回
の
ポ
ー
ル・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
展
は
、日
本

で
初
め
て
そ
の
全
容
を
紹
介
す
る
展
覧
会
で

す
。　こ

の
よ
う
な
充
実
し
た
展
覧
会
が
岡
崎
で

開
催
で
き
た
の
は
、ポ
ー
ル
・
デ
ル
ヴ
ォ
ー
財

団
の
理
事
長
シ
ャ
ル
ル・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ー
ン
さ

ん
の
惜
し
み
な
い
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

私
は
二
〇
年
ほ
ど
前
に
彼
が
来
日
し
た
際
に

お
会
い
し
、そ
れ
以
来
親
交
さ
せ
て
い
た
だ

き
、私
が
ベ
ル
ギ
ー
に
行
く
と
、彼
は
自
宅
で

パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
て
歓
待
し
て
く
れ
ま
し

た
。二
人
で
杯
を
交
わ
し
て
い
る
と
、元
気
の

良
い
娘
さ
ん
た
ち
が
歓
声
を
あ
げ
て
ガ
ー
デ

ン
を
駆
け
回
る
…
そ
ん
な
家
庭
的
な
雰
囲

気
の
中
で
会
話
を
楽
し
み
ま
し
た
。気
が
つ

け
ば
夕
暮
れ
時
に
な
っ
て
い
て
、邸
宅
を
一
歩

出
た
ら
、そ
こ
は
ま
さ
に
デ
ル
ヴ
ォ
ー
が
描
い

た
、あ
の
静
寂
な
夜
の
情
景
で
あ
る
こ
と
に
、

は
っ
と
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。 

思
え

ば
そ
こ
は
デ
ル
ヴ
ォ
ー
が
住
ん
だ
家
で
、今
回

出
品
さ
れ
て
い
る《
グ
リ
ー
テ
ィ
ン
グ
カ
ー

ド
》に
描
か
れ
た
食
卓
に
私
は
座
っ
て
い
た
の

で
す
。子
供
の
い
な
か
っ
た
デ
ル
ヴ
ォ
ー
は
、甥

の
ヴ
ァ
ン
・
デ
ュ
ー
ン
さ
ん
を
息
子
の
よ
う
に

可
愛
が
り
、彼
も
ま
た
誰
よ
り
も
こ
の
画
家

を
愛
し
、そ
の
最
期
を
看
取
り
ま
し
た
。彼

は
デ
ル
ヴ
ォ
ー
の
最
初
期
や
最
晩
年
が
あ
ま

り
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
を
残
念
に

思
っ
て
お
り
、私
た
ち
は
い
つ
し
か
全
貌
を
網

羅
し
た
展
覧
会
を
日
本
で
紹
介
し
た
い
と
話

し
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　三
年
ほ
ど
前
、七
〇
歳
を
越
え
た
彼
は
、

そ
の
夢
を
娘
の
ジ
ュ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ン・
デ
ュ
ー
ン

さ
ん
に
託
し
、日
本
側
の
監
修
は
私
が
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ジ
ュ
リ
ー

さ
ん
は
、私
が
彼
の
家
を
最
初
に
訪
れ
た
と

き
に
、ガ
ー
デ
ン
を
駆
け
回
っ
て
い
た
、か
つ
て

の
あ
の
元
気
な
少
女
で
し
た
。

　ジ
ュ
リ
ー
さ
ん
と
私
の
展
示
構
想
は
近

く
、ほ
ど
な
く
し
て
構
成
は
決
ま
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
作
品
の
選
定
を
す
る
に
あ
た
り
、

彼
女
は
大
胆
な
提
案
を
し
て
き
ま
し
た
。ベ

ル
ギ
ー
に
あ
る
作
品
の
み
で
構
成
し
た
い
と

い
う
の
で
す
。私
は
全
て
の
作
品
を
ベ
ル
ギ
ー

か
ら
運
ぶ
と
な
る
と
、費
用
面
か
ら
も
大
変

で
は
な
い
か
と
案
じ
ま
し
た
。し
か
し
彼
女

は
持
前
の
行
動
力
を
も
っ
て
、私
の
提
言
に

も
応
じ
な
が
ら
ベ
ル
ギ
ー
国
内
か
ら
着
実
に

作
品
を
集
め
て
く
れ
た
の
で
す
。そ
れ
が
今

回
の
展
覧
会
が
過
去
の
も
の
と
は
一
線
を
画

し
、新
鮮
で
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
た
大
き

な
要
因
で
し
た
。さ
ら
に
デ
ル
ヴ
ォ
ー
の
人
柄

を
伝
え
る
た
め
に
、ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
た
鉄
道

模
型
や
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
鏡
や
ラ
ン
プ
、手

紙
な
ど
も
展
示
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。こ

う
し
て
デ
ル
ヴ
ォ
ー
財
団
が
初
め
て
企
画
に

参
画
し
た
デ
ル
ヴ
ォ
ー
展
が
で
き
あ
が
っ
た

の
で
す
。

　本
展
は
、昨
年
の
七
月
に
鹿
児
島
を
皮
切

り
に
、東
京
、山
口
、埼
玉
と
巡
回
し
好
評
を

博
し
ま
す
。そ
し
て
こ
の
四
月
、い
よ
い
よ
岡

崎
で
の
公
開
。と
こ
ろ
が
日
本
で
の
開
幕
か

ら
三
か
月
経
っ
た
一
〇
月
、ベ
ル
ギ
ー
か
ら
悲

報
が
入
り
ま
し
た
。ヴ
ァ
ン・
デ
ュ
ー
ン
さ
ん
が

亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
。ほ
ん
の
数
か
月
前

に
、自
身
の
近
著 “PA
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を
送
っ
て
く
れ
た
ば
か
り
だ
っ

た
の
で
、突
然
の
こ
と
で
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。彼
か
ら
は
こ
の
二
〇
年
間
、デ
ル

ヴ
ォ
ー
の
こ
と
を
学
び
、ベ
ル
ギ
ー
の
豊
か
な

芸
術
文
化
や
人
々
の
温
か
さ
も
教
わ
り
ま
し

た
。　本

展
が
開
催
で
き
た
の
は
、ヴ
ァ
ン
・

デ
ュ
ー
ン
さ
ん
の
熱
意
と
、そ
の
意
志
を
継
い

で
実
行
し
て
く
れ
た
ジ
ュ
リ
ー
さ
ん
の
お
か

げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。彼
も
念
願
だ
っ
た

日
本
で
の
巡
回
展
の
実
現
を
見
届
け
て
、安

心
し
て
旅
立
た
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。本

展
を
岡
崎
で
開
催
し
て
い
る
間
、私
は
デ
ル

ヴ
ォ
ー
の
作
品
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、ヴ
ァ
ン
・

デ
ュ
ー
ン
氏
と
杯
を
交
わ
し
て
い
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
気
持
ち
で
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

会期：平成23年4月6日（土）～5月26日（日）

ポール・デルヴォー展
―　シャルル・ヴァン・デューン氏に捧ぐ

村 松 和 明

《グリーティング・カード》  1958 年 ポール・デルヴォー財団蔵

１

　ゆ
か
り
の
ま
ち
提
携
三
〇
周
年

　岡
崎
市
美
術
博
物
館
で
は「
ゆ
か
り
の
ま

ち
提
携
三
〇
周
年
記
念

　佐
久
市
近
代
美

術
館
名
品
展

　き
ら
め
く
日
本
画
―
大
観
・

栖
鳳
か
ら
現
代
ま
で
」を
六
月
八
日
か
ら
八

月
四
日
ま
で
開
催
し
ま
す
。佐
久
市
は
長
野

県
の
東
部
に
位
置
し
、二
〇
〇
五
年
四
月
の

四
市
町
村
の
合
併
で
新
し
い
市
に
生
ま
れ
か

わ
っ
て
い
ま
す
。こ
の
合
併
市
町
村
の
う
ち
の

ひ
と
つ
が
、岡
崎
市
と
一
九
八
三
年
七
月
一
日

に
ゆ
か
り
の
ま
ち
提
携
を
し
た
臼
田
町
で

す
。こ
の
提
携
は
江
戸
時
代
に
三
河
国
奥
殿

藩
の
領
知
が
岡
崎
市
内
だ
け
で
な
く
旧
臼

田
町
域
に
も
存
在
し
、幕
末
期
に
奥
殿
藩
が

拠
点
と
な
る
陣
屋
を
田
野
口（
旧
臼
田
町
）

に
移
す
な
ど
歴
史
的
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
す
。

　二
〇
一
三
年
は
岡
崎
市
と
旧
臼
田
町
が
ゆ

か
り
の
ま
ち
提
携
を
行
っ
て
三
〇
年
周
年
に

あ
た
り
ま
す
。本
展
覧
会
は
こ
の
ゆ
か
り
の

ま
ち
提
携
三
〇
周
年
を
記
念
し
て
開
催
す

る
も
の
で
す
。

２

　油
井
一
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
は
長
野
県
立
駒

場
公
園
の
一
角
に
一
九
八
三
年
開
館
、一
九
九

〇
年
の
増
改
築
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。美
術
館
が
建
設
さ
れ
る
に
際
し
て
は
市

民
の
熱
意
と
協
力
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
美
術
年
鑑
の

創
業
者
で
あ
り
佐
久
市
出
身
の
由
井
一
二
氏

に
よ
る
美
術
品
約
七
百
点
の
寄
附
で
す
。

　油
井
一
二
は
一
九
〇
九
年
佐
久
市
香
坂
で

生
ま
れ
、二
十
二
歳
で
画
商
の
世
界
へ
足
を

踏
み
入
れ
ま
す
。風
呂
敷
に
仮
巻
軸
を
包
ん

で
担
い
で
歩
く「
風
呂
敷
画
商
」と
し
て
中
国

や
台
湾
、朝
鮮
半
島
等
に
も
渡
り
ま
す
が
、

戦
争
な
ど
の
理
由
に
よ
り
四
〇
代
を
迎
え
る

ま
で
職
を
転
々
と
し
て
い
ま
し
た
。そ
ん
な

油
井
に
画
商
と
し
て
の
決
意
を
固
め
さ
せ
た

の
が
武
者
小
路
実
篤
と
の
出
会
い
で
す
。職

も
定
ま
ら
ず
、事
業
に
失
敗
し
た
油
井
に
励

ま
し
の
言
葉
を
贈
り
、失
意
の
油
井
を
立
ち

直
ら
せ
、美
術
業
界
へ
の
道
を
決
心
さ
せ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。以
後
、油
井
は
山
本
丘
人

や
杉
山
寧
、東
山
魁
夷
、高
山
辰
雄
、平
山
郁

夫
と
い
っ
た
日
本
画
家
を
中
心
に
交
際
が
広

が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。多
く
の
画
家
に
接
す
る

な
か
で
、油
井
の
胸
の
な
か
に「
故
郷
に
美
術

館
を
」の
思
い
が
芽
生
え
た
と
さ
れ
、そ
れ
が

美
術
館
へ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
附
行
為
と
な

り
ま
し
た
。油
井
に
よ
る
美
術
品
の
寄
附
は

美
術
館
開
館
後
も
一
九
九
二
年
に
没
す
る
ま

で
続
け
ら
れ
、一
層
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
が

は
か
ら
れ
、佐
久
市
立
近
代
美
術
館
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
根
幹
を
な
し
て
い
ま
す
。

３

　本
展
の
構
成

　佐
久
市
立
近
代
美
術
館
は
、現
在
二
千
五

百
点
に
及
ぶ
美
術
品
を
所
蔵
し
、近
代
か
ら

現
代
ま
で
の
美
術
史
を
概
観
で
き
る
質
の
高

い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
て
い
ま
す
。こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
の
が
先
ほ

ど
紹
介
し
た
油
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
日
本
画
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。今

回
の
展
覧
会
で
は
そ
の
幅
広
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

よ
り
、近
現
代
日
本
画
の
名
品
を
三
章
に
分

け
て
展
示
い
た
し
ま
す
。第
一
章
の「
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
形
成
の
は
じ
ま
り
―
油
井
一二
と
武
者

小
路
実
篤
」で
は
生
涯
の
師
と
仰
い
だ
武
者

小
路
実
篤
の
作
品
を
通
し
て
油
井
と
実
篤

の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。第
二
章

「
近
代
の
日
本
画
〜
伝
統
と
創
造
」で
は
、明

治
か
ら
大
正
を
経
て
、戦
前
の
昭
和
期
ま
で

の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。横
山
大
観
、下
村

観
山
、竹
内
栖
鳳
な
ど
日
本
画
の
革
新
を
め

ざ
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
で
す
。第
三
章「
戦

後
か
ら
現
代
の
日
本
が
〜
模
索
と
挑
戦
」で

は
戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
模
索
と
挑
戦
の
な

か
で
変
革
し
て
い
く
日
本
画
を
紹
介
し
ま

す
。平
山
郁
夫
の
ほ
か
千
住
博
、岡
村
桂
三

郎
な
ど
に
至
る
作
品
で
す
。油
井
一
二
氏
が

画
商
と
し
て
本
格
的
に
動
き
始
め
る
の
が
戦

後
か
ら
で
あ
り
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
こ
の
時

期
の
作
品
が
充
実
し
て
い
ま
す
。油
井
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
神
髄
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

会期：平成23年 6月8日（土）～8月4日（日）

ゆかりのまち提携三〇周年記念

佐久市近代美術館名品展
きらめく日本画
―大観・栖鳳から現代まで

堀 江 登 志 実

平山郁夫≪仏教伝来≫1959 年（後期展示）
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　一月
の
澄
み
切
っ
た
空
気
の
中
、市
美

と
県
美
で
二
本
の
展
覧
会
を
見
よ
う
と

静
岡
市
へ
と
車
を
走
ら
せ
て
い
た
の
で
す

が
、あ
ま
り
に
も
富
士
山
が
き
れ
い
に
見

え
る
の
で
急
き
ょ
予
定
を
変
更
。富
士
宮

の
浅
間
神
社
へ
と
向
か
い
、高
邁
な
富
士

の
姿
と
そ
こ
か
ら
湧
き
出
る
怜
悧
な
水

に
ふ
れ
、い
に
し
え
か
ら
の
霊
峰
の
も
つ

霊
気
に
十
分
ひ
た
っ
た
の
で
し
た
。結

局
、展
覧
会
は
静
岡
県
美
を
キ
ャ
ン
セ
ル
、

市
美
の
み
で
日
没
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。関
東
出
張
の
新
幹
線
や
東
名
利
用

の
美
術
専
用
車
の
車
窓
か
ら
そ
の
全
容

は
い
つ
も
目
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、そ
の

神
々
し
い
容
姿
に
近
づ
い
て
見
た
の
は
初

め
て
で
し
た
。

　こ
れ
ま
で
山
麓
へ
は
何
度
も
集
荷
等

で
足
を
運
ん
で
い
る
の
で
す
が
、一
度
も
そ

の
姿
を
間
近
に
目
に
し
た
記
憶
が
な
い

こ
と
に
は
た
と
気
付
き
ま
し
た
。そ
の
時

の
借
用
先
は
忍
野
八
海
近
く
、ロ
ボ
ッ
ト

機
械
・
工
作
機
械
で
日
本
を
代
表
す
る

企
業
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ァ
ナ
ッ
ク
で
し

た
。御
殿
場
駅
前
か
ら
バ
ス
に
乗
り
須
走

か
ら
籠
坂
峠
を
越
え
る
と
目
の
前
に
は

山
中
湖
。湖
畔
を
過
ぎ
る
と
忍
野
村
に

入
り
ま
す
。山
裾
に
広
が
る
広
大
な
森
の

緑
に
黄
色
い
建
物
が
映
え
よ
う
に
な
る

と
フ
ァ
ナ
ッ
ク
本
社
で
、行
き
交
う
社
用

車
も
黄
色
で
し
た
。天
気
も
ま
あ
ま
あ
で

あ
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
が
、挨
拶
、集

荷
、返
却
と
三
度
も
伺
っ
た
の
に
富
士
山

の
記
憶
だ
け
が
な
い
の
で
す
。社
内
の
一

角
に
建
つ
立
派
な
美
術
館
、曙
館
に
所
蔵

さ
れ
る
開
国
歴
史
資
料
の
中
の
一
点
、谷

文
晁『
犀
図
』の
借
用
に
伺
っ
た
の
で
す

が
、作
品
は
門
外
不
出
、曙
館
も
一
般
公

開
さ
れ
て
お
ら
ず
、海
外
か
ら
の
賓
客
な

ど
が
対
象
と
の
こ
と
、極
度
の
緊
張
感
の

高
ま
り
の
中
、富
士
に
気
を
そ
ぐ
ゆ
と
り

が
な
か
っ
た
の
で
し
た
。作
品
集
荷
の
旅

は
、借
用
相
手
へ
の
気
遣
い
、作
品
へ
の
配

慮
と
い
つ
も
気
を
緩
め
る
こ
と
の
で
き
な

い
緊
張
の
連
続
で
す
が
、そ
の
極
ま
っ
た

の
が
こ
の
時
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

　お
か
ざ
き
世
界
子
ど

も
美
術
博
物
館
と
社
会

教
育
課
文
化
財
班
の
二

つ
の
部
署
を
行
き
来
し
、

こ
の
度
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
に
異
動
に
な
り

ま
し
た
内
藤
高
玲
で
す
。

　約
二
〇
年
間
の
間
に
二
つ
の
部
署
を
異
動
し

て
い
ま
し
た
が
、そ
の
間
に
感
じ
、ま
た
心
が
け

て
き
た
こ
と
が
一つ
だ
け
あ
り
ま
す
。子
ど
も
た

ち
や
文
化
財
に
興
味
の
な
い
方
に
も
わ
か
り
や

す
く
、美
術
や
文
化
財
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く

と
い
う
こ
と
で
す
。発
掘
調
査
後
に
は
必
ず
現

地
説
明
会
を
行
い
、子
ど
も
美
術
博
物
館
で
は

子
ど
も
た
ち
の
目
線
に
立
っ
た
展
示
を
心
掛
け

て
き
た
つ
も
り
で
す
。当
館
で
も
、そ
の
初
心
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　新
し
く
学
芸
員
と
し

て
採
用
さ
れ
ま
し
た
、湯

谷
翔
悟
で
す
。出
身
は
鳥

取
、大
学
は
広
島
と
、中

国
地
方
で
育
っ
て
き
ま
し
た
。新
天
地
で
の
仕

事
。ど
ん
な
発
見
が
で
き
る
か
楽
し
み
で
仕
方

あ
り
ま
せ
ん
。歴
史
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
お

伝
え
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

「
は
じ
め
ま
し
て
。」
　

管理班も新しい班長に寄田が、施設担当に磯村が着任しました。よろしくお願いします。

こ
ん
な
の「
読
ん
で
ま
す
。」「
見
ま
し
た
。」

【
荒
井
】
　五
来
重『
高
野
聖
』『
宗
教
歳
時
記
』『
仏
教
と
民
俗
』

『
山
の
宗
教
』『
四
国
遍
路
の
寺〈
上
下
〉』『
西
国
巡
礼
の
寺
』（
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）最
近
、枕
元
に
溜
ま
っ
て
い
る
の
は
故
五
来
重

先
生
の
本
。寝
付
く
前
に
何
節
か
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
い
ま

す
。日
本
史
、宗
教
史
、仏
教
教
理
、民
俗
学
と
様
々
な
分
野
を
逍

遥
、歴
史
学
の
王
道
か
ら
は
み
え
て
こ
な
い
庶
民
目
線
が
斬
新

で
、い
つ
も
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。博
覧
剛
毅
の
名
著
の
数
々
が

い
ま
で
は
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
堀
江
】
　最
近
読
ん
だ
本
に
呉
座
勇
一
著『
一
揆
の
原
理
』（
洋
泉

社
）が
あ
り
ま
す
。中
世
の
一
揆
の
思
想
と
行
動
原
理
を
現
代
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
対
比
で
論
じ
た
と
こ
ろ
に
斬
新

な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。現
代
的
問
題
に
も
迫
っ
た
そ
の
視
点
に

は
驚
き
ま
し
た
。

【
村
松
】
　佐
々
木
央『
森
鴎
外
と
村
山
槐
多
―
わ
が
空
は
な
つ

か
し
き
』（
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）当
館
で
開
催
し
た『
村

山
槐
多
の
全
貌
』展
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
千
葉
】
　展
覧
会
と
は
無
関
係
に
。『
柳
田
國
男
全
集
』、ウ
ェ
ー

バ
ー『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』、林

道
郎
・
松
浦
寿
夫
編
集
の
批
評
雑
誌『A

R
T
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ESS

』、三
島
由
紀
夫『
美
し
い
星
』な
ど
を
、入
浴
中
や
就
寝

前
に
つ
ま
み
食
い
的
に
読
ん
で
い
ま
す
。

【
堀
江
】
　岡
崎
市
美
術
博
物
館
設
計
者
で
あ
る
栗
生
明
氏
の
設

計
と
い
う
伊
勢
神
宮
の
せ
ん
ぐ
う
館
に
参
拝
を
兼
ね
て
行
っ
て
き

ま
し
た
。勾
玉
池
の
ほ
と
り
に
周
囲
の
自
然
環
境
と
一
体
化
し
た

建
築
は
当
館
と
の
類
似
性
を
思
わ
せ
ま
す
。館
内
に
あ
る
式
年

遷
宮
で
造
り
か
え
ら
れ
る
正
殿
の
原
物
大
の
模
型
は
迫
力
が
あ

り
ま
す
。

【
村
松
】
　「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
展
」（
国
立
西
洋
美
術
館
）《
大
公
の
聖

母
》を
見
る
だ
け
で
も
十
分
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。

　映
画「
父
を
め
ぐ
る
旅

　異
彩
の
日
本
画
家
･
中
村
正
義
の

生
涯
」娘
の
倫
子
さ
ん
が
、父
の
真
の
姿
を
探
し
て
旅
を
す
る
…
。

【
浦
野
】
　「
白
隠
展

　禅
画
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

（Bunkam
ura

ザ
･
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）、「
鬼
・
オ
ニ・
O
N
I
展
」（
豊

橋
市
美
術
博
物
館
）
　法
隆
寺
伽
藍
及
び
大
宝
蔵
院
、中
宮
寺
。

日
本
に
は
多
様
な
信
仰
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
体
感
。

【
千
葉
】
　予
想
外
に
面
白
か
っ
た「
川
村
清
雄
展
」（
静
岡
県
立

美
術
館
）。「
絵
画
」に
つ
い
て
の
深
い
考
察
と
実
践
は
、ロ
ビ
ー
に

展
示
し
て
あ
っ
た
現
代
美
術
よ
り
も
現
代
性
が
あ
っ
た
か
も
。

【
伊
藤
】
　た
く
さ
ん
観
て
回
っ
た
展
覧
会
か
ら
幅
広
く
３
本
。

「
明
治
の
傑
人 

岸
田
吟
香
〜
日
本
で
初
め
て
が
い
っ
ぱ
い
！
目

薬
・
新
聞
・
和
英
辞
書
〜
」（
豊
田
市
郷
土
資
料
館
）
　「
明
治
大

学
博
物
館
・
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
・
名
古
屋
市
博
物
館
合

同
企
画

　驚
き
の
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
―
時
を
超
え
、世
界

を
駆
け
る
好
奇
心
―
」（
名
古
屋
市
博
物
館
）
　「
清
水
六
兵
衛

家

　京
の
華
や
ぎ
」（
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
）

見
ま
し
た
。

読
ん
で
ま
す
。

伊
藤
久
美
子

書
籍
雑
感

　ひ
と
言
で
い
う
な
ら
ば
、愛
知
県
春
日

井
市
の
高
蔵
寺
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
、里
山

暮
ら
し
を
実
践
し
て
い
る
津
端
ご
夫
妻

の
日
々
の
生
活
記
録
、つ
ば
た
フ
ァ
ミ

リ
ィ
の
家
族
史
と
も
い
う
べ
き
内
容
で

す
。な
つ
か
し
い
未
来
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
と
し
て
共
感
す
る
方

も
多
く
、知
る
人
ぞ
知
る
ご
夫
妻
の
よ
う

で
す
。（
が
、私
は
こ
れ
を
読
む
ま
で
全
く

存
じ
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。）

　著
者
で
あ
る
津
端
英
子
さ
ん
は
半
田

の
古
い
造
り
酒
屋
に
生
ま
れ
育
ち
、結
婚

す
る
ま
で
は
お
金
を
も
っ
た
こ
と
が
な
い

お
嬢
さ
ま
。ご
主
人
の
修
一
さ
ん
は
居
を

構
え
て
い
る
ニュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
を
手
が

け
た
東
京
大
学
出
身
の
建
築
家
。そ
ん

な
お
二
人
が
結
婚
し
、東
京
、高
蔵
寺
、

広
島
を
新
幹
線
で
行
き
来
す
る
忙
し
い

生
活
を
送
る
な
か
で
、家
族
農
園
で
の
素

人
の
野
菜
づ
く
り
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

つ
い
に
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
3
0
0
坪
の

自
宅
に
キ
ッ
チ
ン
ガ
ー
デ
ン
と
称
す
る
畑

と
雑
木
林
を
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。春
夏
秋

冬
、季
節
や
お
天
気
に
あ
わ
せ
て
1
2
0

種
も
の
野
菜
づ
く
り
を
し
、収
穫
し
、無

駄
な
く
調
理
し
、美
味
し
く
食
べ
る
半
自

給
自
足
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。そ
の
奮
闘
ぶ
り
が
英
子
さ
ん
が

お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
綴

ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、レ
シ
ピ
も
あ
っ
て

調
理
の
場
面
が
素
晴
ら
し
く
美
味
し

い
！
の
で
す
。食
べ
る
も
の
は
生
き
て
い
く

上
で
一
番
大
切
よ
、と
教
え
ら
れ
て
き
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、今
日
の

様
々
な
ア
レ
ル
ギ
ー
を
思
う
と
、良
い
食

品
、昔
な
が
ら
の
伝
統
的
な
食
べ
物
の
大

切
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
と
聞
け
ば
、何
も
し
な

い
よ
う
な
の
ん
び
り
し
た
暮
ら
し
を
連

想
し
が
ち
で
す
が
、こ
の
津
端
夫
妻
が
コ

ツ
コ
ツ
と
実
践
し
て
き
た
生
活
は
、必
ず

し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。収
穫
し
た

野
菜
を
冷
凍
保
存
す
る
た
め
の
冷
凍
庫

は
３
台
、合
計
4
2
0
㍑
も
の
容
量
が

フ
ル
稼
働
で
す
。東
京
住
ま
い
の
娘
夫
婦

へ
の
旬
の
手
作
り
食
材
を
詰
め
込
ん
だ

宅
急
便
は
週
一
回
の
定
期
便
、何
年
も
続

け
ま
す
。調
理
に
手
抜
き
は
一
切
な
く
、こ

の
準
備
も
大
変
で
す
。で
も
、お
二
人
は

言
う
の
で
す
。不
便
で
、手
間
、暇
か
か
る

暮
ら
し
が
好
き
よ
、と
。ホ
ン
モ
ノ
と
は
何

か
、大
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
た

力
強
い
生
活
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

キ
ラ
リ
と
、お
し
ゃ
れ
で
す
。

（
新
書
判
、二
五
六
ペ
ー
ジ
、八
四
〇
円
、ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
〇
七
年
）

津端英子・津端修一『キラリと、おしゃれ －キッチンガーデンのある暮らし－』

◆

　―各学芸員が最近見たものや読んでいるものをご紹介―



集
荷
の
旅 

（
11
）

　一月
の
澄
み
切
っ
た
空
気
の
中
、市
美

と
県
美
で
二
本
の
展
覧
会
を
見
よ
う
と

静
岡
市
へ
と
車
を
走
ら
せ
て
い
た
の
で
す

が
、あ
ま
り
に
も
富
士
山
が
き
れ
い
に
見

え
る
の
で
急
き
ょ
予
定
を
変
更
。富
士
宮

の
浅
間
神
社
へ
と
向
か
い
、高
邁
な
富
士

の
姿
と
そ
こ
か
ら
湧
き
出
る
怜
悧
な
水

に
ふ
れ
、い
に
し
え
か
ら
の
霊
峰
の
も
つ

霊
気
に
十
分
ひ
た
っ
た
の
で
し
た
。結

局
、展
覧
会
は
静
岡
県
美
を
キ
ャ
ン
セ
ル
、

市
美
の
み
で
日
没
を
迎
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。関
東
出
張
の
新
幹
線
や
東
名
利
用

の
美
術
専
用
車
の
車
窓
か
ら
そ
の
全
容

は
い
つ
も
目
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、そ
の

神
々
し
い
容
姿
に
近
づ
い
て
見
た
の
は
初

め
て
で
し
た
。

　こ
れ
ま
で
山
麓
へ
は
何
度
も
集
荷
等

で
足
を
運
ん
で
い
る
の
で
す
が
、一
度
も
そ

の
姿
を
間
近
に
目
に
し
た
記
憶
が
な
い

こ
と
に
は
た
と
気
付
き
ま
し
た
。そ
の
時

の
借
用
先
は
忍
野
八
海
近
く
、ロ
ボ
ッ
ト

機
械
・
工
作
機
械
で
日
本
を
代
表
す
る

企
業
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ァ
ナ
ッ
ク
で
し

た
。御
殿
場
駅
前
か
ら
バ
ス
に
乗
り
須
走

か
ら
籠
坂
峠
を
越
え
る
と
目
の
前
に
は

山
中
湖
。湖
畔
を
過
ぎ
る
と
忍
野
村
に

入
り
ま
す
。山
裾
に
広
が
る
広
大
な
森
の

緑
に
黄
色
い
建
物
が
映
え
よ
う
に
な
る

と
フ
ァ
ナ
ッ
ク
本
社
で
、行
き
交
う
社
用

車
も
黄
色
で
し
た
。天
気
も
ま
あ
ま
あ
で

あ
っ
た
気
が
す
る
の
で
す
が
、挨
拶
、集

荷
、返
却
と
三
度
も
伺
っ
た
の
に
富
士
山

の
記
憶
だ
け
が
な
い
の
で
す
。社
内
の
一

角
に
建
つ
立
派
な
美
術
館
、曙
館
に
所
蔵

さ
れ
る
開
国
歴
史
資
料
の
中
の
一
点
、谷

文
晁『
犀
図
』の
借
用
に
伺
っ
た
の
で
す

が
、作
品
は
門
外
不
出
、曙
館
も
一
般
公

開
さ
れ
て
お
ら
ず
、海
外
か
ら
の
賓
客
な

ど
が
対
象
と
の
こ
と
、極
度
の
緊
張
感
の

高
ま
り
の
中
、富
士
に
気
を
そ
ぐ
ゆ
と
り

が
な
か
っ
た
の
で
し
た
。作
品
集
荷
の
旅

は
、借
用
相
手
へ
の
気
遣
い
、作
品
へ
の
配

慮
と
い
つ
も
気
を
緩
め
る
こ
と
の
で
き
な

い
緊
張
の
連
続
で
す
が
、そ
の
極
ま
っ
た

の
が
こ
の
時
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

副
館
長

　荒
井
信
貴

　お
か
ざ
き
世
界
子
ど

も
美
術
博
物
館
と
社
会

教
育
課
文
化
財
班
の
二

つ
の
部
署
を
行
き
来
し
、

こ
の
度
、岡
崎
市
美
術
博
物
館
に
異
動
に
な
り

ま
し
た
内
藤
高
玲
で
す
。

　約
二
〇
年
間
の
間
に
二
つ
の
部
署
を
異
動
し

て
い
ま
し
た
が
、そ
の
間
に
感
じ
、ま
た
心
が
け

て
き
た
こ
と
が
一つ
だ
け
あ
り
ま
す
。子
ど
も
た

ち
や
文
化
財
に
興
味
の
な
い
方
に
も
わ
か
り
や

す
く
、美
術
や
文
化
財
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く

と
い
う
こ
と
で
す
。発
掘
調
査
後
に
は
必
ず
現

地
説
明
会
を
行
い
、子
ど
も
美
術
博
物
館
で
は

子
ど
も
た
ち
の
目
線
に
立
っ
た
展
示
を
心
掛
け

て
き
た
つ
も
り
で
す
。当
館
で
も
、そ
の
初
心
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　新
し
く
学
芸
員
と
し

て
採
用
さ
れ
ま
し
た
、湯

谷
翔
悟
で
す
。出
身
は
鳥

取
、大
学
は
広
島
と
、中

国
地
方
で
育
っ
て
き
ま
し
た
。新
天
地
で
の
仕

事
。ど
ん
な
発
見
が
で
き
る
か
楽
し
み
で
仕
方

あ
り
ま
せ
ん
。歴
史
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
お

伝
え
し
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

「
は
じ
め
ま
し
て
。」
　

管理班も新しい班長に寄田が、施設担当に磯村が着任しました。よろしくお願いします。

こ
ん
な
の「
読
ん
で
ま
す
。」「
見
ま
し
た
。」

【
荒
井
】
　五
来
重『
高
野
聖
』『
宗
教
歳
時
記
』『
仏
教
と
民
俗
』

『
山
の
宗
教
』『
四
国
遍
路
の
寺〈
上
下
〉』『
西
国
巡
礼
の
寺
』（
角

川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）最
近
、枕
元
に
溜
ま
っ
て
い
る
の
は
故
五
来
重

先
生
の
本
。寝
付
く
前
に
何
節
か
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
い
ま

す
。日
本
史
、宗
教
史
、仏
教
教
理
、民
俗
学
と
様
々
な
分
野
を
逍

遥
、歴
史
学
の
王
道
か
ら
は
み
え
て
こ
な
い
庶
民
目
線
が
斬
新

で
、い
つ
も
刺
激
を
受
け
て
い
ま
す
。博
覧
剛
毅
の
名
著
の
数
々
が

い
ま
で
は
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
堀
江
】
　最
近
読
ん
だ
本
に
呉
座
勇
一
著『
一
揆
の
原
理
』（
洋
泉

社
）が
あ
り
ま
す
。中
世
の
一
揆
の
思
想
と
行
動
原
理
を
現
代
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
対
比
で
論
じ
た
と
こ
ろ
に
斬
新

な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。現
代
的
問
題
に
も
迫
っ
た
そ
の
視
点
に

は
驚
き
ま
し
た
。

【
村
松
】
　佐
々
木
央『
森
鴎
外
と
村
山
槐
多
―
わ
が
空
は
な
つ

か
し
き
』（
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）当
館
で
開
催
し
た『
村

山
槐
多
の
全
貌
』展
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
千
葉
】
　展
覧
会
と
は
無
関
係
に
。『
柳
田
國
男
全
集
』、ウ
ェ
ー

バ
ー『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』、林

道
郎
・
松
浦
寿
夫
編
集
の
批
評
雑
誌『A

R
T
 T
R
A
C
E
 

PR
ESS

』、三
島
由
紀
夫『
美
し
い
星
』な
ど
を
、入
浴
中
や
就
寝

前
に
つ
ま
み
食
い
的
に
読
ん
で
い
ま
す
。

【
堀
江
】
　岡
崎
市
美
術
博
物
館
設
計
者
で
あ
る
栗
生
明
氏
の
設

計
と
い
う
伊
勢
神
宮
の
せ
ん
ぐ
う
館
に
参
拝
を
兼
ね
て
行
っ
て
き

ま
し
た
。勾
玉
池
の
ほ
と
り
に
周
囲
の
自
然
環
境
と
一
体
化
し
た

建
築
は
当
館
と
の
類
似
性
を
思
わ
せ
ま
す
。館
内
に
あ
る
式
年

遷
宮
で
造
り
か
え
ら
れ
る
正
殿
の
原
物
大
の
模
型
は
迫
力
が
あ

り
ま
す
。

【
村
松
】
　「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
展
」（
国
立
西
洋
美
術
館
）《
大
公
の
聖

母
》を
見
る
だ
け
で
も
十
分
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。

　映
画「
父
を
め
ぐ
る
旅

　異
彩
の
日
本
画
家
･
中
村
正
義
の

生
涯
」娘
の
倫
子
さ
ん
が
、父
の
真
の
姿
を
探
し
て
旅
を
す
る
…
。

【
浦
野
】
　「
白
隠
展

　禅
画
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

（Bunkam
ura

ザ
･
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）、「
鬼
・
オ
ニ・
O
N
I
展
」（
豊

橋
市
美
術
博
物
館
）
　法
隆
寺
伽
藍
及
び
大
宝
蔵
院
、中
宮
寺
。

日
本
に
は
多
様
な
信
仰
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
体
感
。

【
千
葉
】
　予
想
外
に
面
白
か
っ
た「
川
村
清
雄
展
」（
静
岡
県
立

美
術
館
）。「
絵
画
」に
つ
い
て
の
深
い
考
察
と
実
践
は
、ロ
ビ
ー
に

展
示
し
て
あ
っ
た
現
代
美
術
よ
り
も
現
代
性
が
あ
っ
た
か
も
。

【
伊
藤
】
　た
く
さ
ん
観
て
回
っ
た
展
覧
会
か
ら
幅
広
く
３
本
。

「
明
治
の
傑
人 

岸
田
吟
香
〜
日
本
で
初
め
て
が
い
っ
ぱ
い
！
目

薬
・
新
聞
・
和
英
辞
書
〜
」（
豊
田
市
郷
土
資
料
館
）
　「
明
治
大

学
博
物
館
・
南
山
大
学
人
類
学
博
物
館
・
名
古
屋
市
博
物
館
合

同
企
画

　驚
き
の
博
物
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
―
時
を
超
え
、世
界

を
駆
け
る
好
奇
心
―
」（
名
古
屋
市
博
物
館
）
　「
清
水
六
兵
衛

家

　京
の
華
や
ぎ
」（
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
）

見
ま
し
た
。

読
ん
で
ま
す
。

伊
藤
久
美
子

書
籍
雑
感

　ひ
と
言
で
い
う
な
ら
ば
、愛
知
県
春
日

井
市
の
高
蔵
寺
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
、里
山

暮
ら
し
を
実
践
し
て
い
る
津
端
ご
夫
妻

の
日
々
の
生
活
記
録
、つ
ば
た
フ
ァ
ミ

リ
ィ
の
家
族
史
と
も
い
う
べ
き
内
容
で

す
。な
つ
か
し
い
未
来
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
と
し
て
共
感
す
る
方

も
多
く
、知
る
人
ぞ
知
る
ご
夫
妻
の
よ
う

で
す
。（
が
、私
は
こ
れ
を
読
む
ま
で
全
く

存
じ
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。）

　著
者
で
あ
る
津
端
英
子
さ
ん
は
半
田

の
古
い
造
り
酒
屋
に
生
ま
れ
育
ち
、結
婚

す
る
ま
で
は
お
金
を
も
っ
た
こ
と
が
な
い

お
嬢
さ
ま
。ご
主
人
の
修
一
さ
ん
は
居
を

構
え
て
い
る
ニュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
を
手
が

け
た
東
京
大
学
出
身
の
建
築
家
。そ
ん

な
お
二
人
が
結
婚
し
、東
京
、高
蔵
寺
、

広
島
を
新
幹
線
で
行
き
来
す
る
忙
し
い

生
活
を
送
る
な
か
で
、家
族
農
園
で
の
素

人
の
野
菜
づ
く
り
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

つ
い
に
は
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
3
0
0
坪
の

自
宅
に
キ
ッ
チ
ン
ガ
ー
デ
ン
と
称
す
る
畑

と
雑
木
林
を
つ
く
り
あ
げ
ま
す
。春
夏
秋

冬
、季
節
や
お
天
気
に
あ
わ
せ
て
1
2
0

種
も
の
野
菜
づ
く
り
を
し
、収
穫
し
、無

駄
な
く
調
理
し
、美
味
し
く
食
べ
る
半
自

給
自
足
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。そ
の
奮
闘
ぶ
り
が
英
子
さ
ん
が

お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
綴

ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、レ
シ
ピ
も
あ
っ
て

調
理
の
場
面
が
素
晴
ら
し
く
美
味
し

い
！
の
で
す
。食
べ
る
も
の
は
生
き
て
い
く

上
で
一
番
大
切
よ
、と
教
え
ら
れ
て
き
た

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、今
日
の

様
々
な
ア
レ
ル
ギ
ー
を
思
う
と
、良
い
食

品
、昔
な
が
ら
の
伝
統
的
な
食
べ
物
の
大

切
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
と
聞
け
ば
、何
も
し
な

い
よ
う
な
の
ん
び
り
し
た
暮
ら
し
を
連

想
し
が
ち
で
す
が
、こ
の
津
端
夫
妻
が
コ

ツ
コ
ツ
と
実
践
し
て
き
た
生
活
は
、必
ず

し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。収
穫
し
た

野
菜
を
冷
凍
保
存
す
る
た
め
の
冷
凍
庫

は
３
台
、合
計
4
2
0
㍑
も
の
容
量
が

フ
ル
稼
働
で
す
。東
京
住
ま
い
の
娘
夫
婦

へ
の
旬
の
手
作
り
食
材
を
詰
め
込
ん
だ

宅
急
便
は
週
一
回
の
定
期
便
、何
年
も
続

け
ま
す
。調
理
に
手
抜
き
は
一
切
な
く
、こ

の
準
備
も
大
変
で
す
。で
も
、お
二
人
は

言
う
の
で
す
。不
便
で
、手
間
、暇
か
か
る

暮
ら
し
が
好
き
よ
、と
。ホ
ン
モ
ノ
と
は
何

か
、大
地
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
し
た

力
強
い
生
活
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

キ
ラ
リ
と
、お
し
ゃ
れ
で
す
。

（
新
書
判
、二
五
六
ペ
ー
ジ
、八
四
〇
円
、ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、二
〇
〇
七
年
）

津端英子・津端修一『キラリと、おしゃれ －キッチンガーデンのある暮らし－』

◆

　―各学芸員が最近見たものや読んでいるものをご紹介―
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　今
や
世
間
に
定
着
し
た
と
思
わ
れ
る

「
お
ひ
と
り
さ
ま
」で
す
が
、み
な
さ
ん
は

経
験
あ
り
ま
す
か
？
そ
ん
な
経
験
な
い

わ
、と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

参
考
に
私
の
経
験
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

①
外
食
：
カ
フ
ェ・
ラ
ー
メ
ン
屋
・フ
ァ
ー
ス

ト
フ
ー
ド
店
等
は
同
士
が
多
い
の
で
気
軽

に
行
け
ま
す
。

②
映
画
館
：
ど
う
せ
周
り
は
暗
く
な
る
の

で
、他
人
は
気
に
な
り
ま
せ
ん
。

③
居
酒
屋
：
ゆ
っ
く
り
で
き
ま
す
が
、メ

ニュ
ー
が
数
人
で
分
け
る
こ
と
前
提
の
量

な
の
で
、い
ろ
ん
な
種
類
の
料
理
を
食
べ

ら
れ
な
い
の
が
欠
点
で
す
。

④
カ
ラ
オ
ケ
：
人
前
で
は
歌
い
た
く
な
い

け
ど
、大
声
だ
し
て
ス
ッ
キ
リ
し
た
い
と

き
に
最
適
で
す
。周
り
を
気
に
せ
ず
好
き

な
よ
う
に
歌
え
ま
す
。

⑤
旅
：
国
内
旅
行
し
か
経
験
が
な
い
で
す

が
、急
な
予
定
変
更
や
行
き
当
た
り
ば
っ

た
り
の
旅
を
楽
し
め
ま
す
。フ
リ
ー
き
っ

ぷ
の
利
用
が
お
す
す
め
で
す
。

⑥
美
術
館
：
自
分
の
ペ
ー
ス
で
ゆ
っ
く
り

作
品
が
観
ら
れ
ま
す
。好
き
な
作
品
を
ど

れ
だ
け
鑑
賞
し
て
い
よ
う
が
自
由
で
す
。

こ
こ
ま
で
お
ひ
と
り
さ
ま
に
つ
い
て
書
き

ま
し
た
が
、先
日
久
し
ぶ
り
に
大
学
時
代

の
友
人
と
遊
び
、友
達
と
過
ご
す
の
も

や
っ
ぱ
り
楽
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。自

宅
と
職
場
の
往
復
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち

な
日
々
で
す
が
、オ
ン
オ
フ
を
う
ま
く
切

り
替
え
、友
人
と
の
時
間
も
一
人
の
時
間

も
充
実
し
て
い
る
、そ
ん
な
毎
日
な
ら

き
っ
と
楽
し
い
。 （
酒
）

　年
に
一
度
ほ
ど
、沖
縄
に
行
く
。特
に
石

垣
島
を
中
心
と
し
た
八
重
山
諸
島
。こ
の

3
月
に
訪
れ
た
際
に
は
新
空
港
開
港
で
、

現
代
的
な
装
い
を
少
し
残
念
に
も
思
っ
た

が
、土
産
物
屋
を
一
巡
し
た
ら
、同
一
商
品

の
価
格
が
お
店
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
で
、公

共
性
が
高
い
場
所
に
も
拘
わ
ら
ず
定
価

が
な
い
と
い
う
そ
の
ゆ
る
さ
加
減
に
勝
手

に
安
堵
感
を
覚
え
た
。も
ち
ろ
ん
こ
れ

を
、本
土
の
人
間
に
よ
る「
沖
縄
的
な
る

も
の
」へ
の
幻
想
だ
と
非
難
さ
れ
て
も
否

定
し
き
れ
な
い
。そ
れ
で
も
沖
縄
、と
り
わ

け
八
重
山
諸
島
に
は
、揺
る
ぎ
の
な
い
独

自
の
価
値
観
や
生
活
観
、時
間
感
覚
が
確

か
に
あ
る
と
思
う
。

　石
垣
島
に
あ
る「
ア
ン
パ
ル
陶
房
」は
、

宮
良
親
子
が
営
む
陶
磁
器
工
房
で
、特
に

姉
ゆ
う
な
さ
ん
の
作
品
が
好
き
で
旅
行

の
際
に
は
立
ち
寄
る
。沖
縄
に
生
息
す
る

鳥
の
姿
を
絵
付
け
し
た
器
や
動
物
の
置

物
は
、哀
愁
と
共
に
凛
と
し
た
孤
独
を
感

じ
さ
せ
、小
さ
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、次
々
に
消
費
さ
れ
る
本
土
で

は
、作
家
た
ち
が
、作
家
と
し
て
生
き
残

る
策
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し

て
、彼
女
が
石
垣
島
に
根
を
張
り
、作
家

と
し
だ
け
で
な
く
一
人
の
人
間
と
し
て
生

き（
父
親
が
経
営
す
る
宮
良
農
園
を
手

伝
っ
て
い
て
、繁
忙
期
に
は
制
作
は
ス
ト
ッ

プ
す
る
ら
し
い
。）、そ
こ
に
変
わ
ら
な
い

こ
と
へ
の
決
意
や
少
し
の
諦
め
が
あ
る
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。と
、こ
れ
ま
た
沖

縄
的
な
る
も
の
へ
と
思
い
を
膨
ら
ま
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。 （
千
）

八
重
山
の
風
土

お
ひ
と
り
さ
ま

ポール・デルヴォー展
4月6日～5月26日
■学芸員による展示説明会
5月19日（日）　午後2時～

佐久市立近代美術館名品展

きらめく日本画－大観・栖鳳から現代まで
6月8日～8月4日
■講演会＆ギャラリーツアー
6月30日(日)　午後2時～
並木功（佐久市立近代美術館館長）
■学芸員による展示説明会
6月16日(日)・7月21日(日)
いずれも午後2時～

≪やさしいミュージアム講座受講生募集≫
市民の方々に歴史や美術をより身近に感じていただけるよう、6月～10月までの
毎月1度、全5回の連続講座を2講座開催いたします。

■仏教絵画に親しむ
6月～10月の毎月第2金曜日　10時30分～12時（全5回）　
※ただし8月、10月は第1金曜日に変更
キーワードとなるテーマを毎回用意しながら、江戸時代に至るまでの仏教絵画
の歴史をたどります。
鷹巣純（愛知教育大学教授）
定員50名  当館1階セミナールーム
■トリエンナーレが楽しくなる！
6月22日、8月24日、9月7日・28日、10月12日　14時～15時30分（全5回）　
いずれも土曜日
8月から開催される「あいちトリエンナーレ2013」をより楽しめるように、勉強会を
開催し、実際に会場で作品鑑賞もします。
講師：平川祐樹・志賀理江子（トリエンナーレ出品作家)、当館学芸員
定員30名  当館1階セミナールーム（8月はトリエンナーレ岡崎会場集合・見学）
《共通》　□参加費／無料（作品鑑賞のみ有料）　□申込方法／往復ハガキに、希望講座
名（ハガキ1枚につき1講座の申込）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番
号を明記の上、5月15日（水）までに下記へお申し込みください。※各講座5回全て参加でき
る方のみご応募ください。※ハガキ1枚につき1人の申込に限ります。※応募多数の場合は抽
選となります。□申込先／〒444-0002　岡崎市高隆寺町字峠1番地　岡崎中央総合公園
内　岡崎市美術博物館「やさしいミュージアム講座」係

表紙図版：ポール・デルヴォー ≪夜明け≫ 1944年 個人蔵

編 集 後 記｜ 新しい年度が始まりました。大きな変化は、新しい学芸員が着任したことでしょうか。実に10年ぶりです。そして小さな変化は、学芸

室の席替えをしたこと。見える景色が変わって新鮮です。このフレッシュな環境が、本年度の当館の活動に良い影響を及ぼしたらと思います。（千葉）


